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法
に
お
け
る
「
経
済
」、
経
済
に
お
け
る
「
法
」（
２
）

―
ハ
イ
エ
ク
社
会
哲
学
再
訪

―

楠

茂

樹

一

は
じ
め
に

二

ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
第
二
の
「
転
換
」
？
―
経
済
的
問
題
か
ら
法
的
問
題
へ

１

ル
ー
ル
へ
の
関
心

２

知
識
、
競
争
、
自
生
的
秩
序
―
経
済
面
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク

（
１
）
分
散
化
さ
れ
た
知
識
と
競
争
の
概
念

（
２
）
競
争
の
調
整
機
構
と
し
て
の
市
場
―
カ
タ
ラ
ク
シ
ー

（
３
）「
経
済
」
か
ら
「
法
」
へ
―
よ
り
正
確
に
は
「
経
済
の
中
の
法
」
へ

３
「
正
し
い
行
為
の
規
則
」

（
１
）「
自
由
」
の
意
味
と
意
義

（
２
）「
自
由
の
領
域
」
の
画
定
―
「
法
の
支
配
」
と
「
契
約
の
自
由
」

（
３
）「
正
し
い
行
為
の
規
則
」
の
条
件
―
帰
結
主
義
者
と
し
て
の
ハ
イ
エ
ク

（
４
）
ル
ー
ル
の
発
生
と
安
定
（
以
上
、
第
40
巻
第
3
・
4
号
）

三

法
に
お
け
る
「
経
済
」、
経
済
に
お
け
る
「
法
」

１

全
体
主
義
批
判
の
論
法
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（
１
）
価
値
の
源
泉

（
２
）「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」

２

開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
：
二
つ
の
視
点

３

帰
結
主
義
者
ハ
イ
エ
ク
の
ロ
ジ
ッ
ク

（
１
）
義
務
論
と
帰
結
主
義

（
２
）
自
由
の
不
自
由
に
対
す
る
優
越
性

（
３
）
閉
じ
た
社
会
に
お
け
る
人
間
の
本
性

（
４
）
開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
人
間
の
本
性

（
５
）
市
場
に
ひ
そ
む
苦
境

（
６
）
ハ
イ
エ
ク
は
揺
れ
て
い
る
か
？
（
以
上
、
本
号
）

４

利
己
主
義
と
利
他
主
義

５

法
に
お
け
る
「
経
済
」、
経
済
に
お
け
る
「
法
」

四

い
く
つ
か
の
現
代
的
問
題
に
つ
い
て
の
考
察

五

結
語

〔
注
記
〕

本
稿
の
「（
１
）」
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
約
２
年
が
経
過
し
て
続
編
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、「
暗
黙
知
と
し
て
の
ル
ー
ル
と
企
業
の
社
会
的

責
任
（
郁
）」

と
題
す
る
論
文
を
「
上
智
法
学
」
誌
上
に
掲
載
す
る
な
ど
、
筆
者
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
研
究
に
い
く
つ
か
の
展
開
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ハ
イ

エ
ク
社
会
哲
学
研
究
の
力
点
、
視
点
に
つ
い
て
若
干
の
変
更
を
行
う
べ
き
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
掲
載
の
継
続
性
を
欠
い
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
前
回
掲

載
分
は
ハ
イ
エ
ク
社
会
哲
学
の
基
礎
的
了
解
事
項
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
の
修
正
は
施
さ
な
い
が
、
読
者
の
便
宜
か
ら
続
け
て
掲
載
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
読
者
に
ま
ず
は
お
詫
び
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
磯
）修修。
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註（
83
）
拙
稿
「
暗
黙
知
と
し
て
の
ル
ー
ル
と
企
業
の
社
会
的
責
任
（
１
）
〜
（
３
）」（
未
完
）
上
智
法
学
五
一
巻
三
＝
四
号
九
九
頁
以
下
、
五
二
巻
三

号
一
一
一
頁
以
下
、
五
二
巻
四
号
九
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
八
〜
二
〇
〇
九
）。
こ
の
著
作
は
、
ハ
イ
エ
ク
社
会
哲
学
に
お
け
る
「
ル
ー
ル
遵
守
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
」
の
視
点
か
ら
、
ひ
と
び
と
（
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
企
業
）
の
共
有
化
さ
れ
た
正
義
感
覚
を
超
え
る
規
範
の
、
法
の
支
配
の
属
性
を
持

た
せ
な
い
形
で
の
義
務
付
け
の
意
義
と
そ
の
問
題
性
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

（
84
）
春
秋
社
刊
行
の
『
ハ
イ
エ
ク
全
集
』
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
順
次
、
邦
訳
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、
新
訳
版
が
す
べ
て
出
揃
っ
た
。

IE
O

：
嘉
治
元
郎
＝
嘉
治
佐
代
訳
『
個
人
主
義
と
経
済
秩
序
（
新
版
）』（
二
〇
〇
八
）

SO

：
穐
山
貞
登
訳
『
感
覚
秩
序
（
新
版
）』（
二
〇
〇
八
）

C
L

（1

）
：
気
賀
健
三
＝
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
の
条
件
Ⅰ
：
自
由
の
価
値
（
新
版
）』（
二
〇
〇
七
）

C
L

（2

）
：
気
賀
健
三
＝
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
の
条
件
Ⅱ
：
自
由
と
法
（
新
版
）』（
二
〇
〇
七
）

C
L

（3

）
：
気
賀
健
三
＝
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
の
条
件
Ⅲ
：
福
祉
国
家
に
お
け
る
自
由
（
新
版
）』（
二
〇
〇
七
）

L
L

L

（1

）
：
矢
島
鈞
次
＝
水
吉
俊
彦
訳
『
法
と
立
法
と
自
由
Ⅰ
：
ル
ー
ル
と
秩
序
（
新
版
）』（
二
〇
〇
七
）

L
L

L

（2

）
：
篠
塚
慎
吾
訳
『
法
と
立
法
と
自
由
Ⅱ
：
社
会
正
義
の
幻
想
（
新
版
）』（
二
〇
〇
八
）

L
L

L

（3

）
：
渡
部
茂
訳
『
法
と
立
法
と
自
由
Ⅲ
：
自
由
人
の
政
治
的
秩
序
（
新
版
）』（
二
〇
〇
八
）

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
文
献
の
引
用
、
参
照
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
ま
で
同
様
旧
版
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し

断
り
な
く
傍
点
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。

三

法
に
お
け
る
「
経
済
」、
経
済
に
お
け
る
「
法
」

１

全
体
主
義
批
判
の
論
法

（
１
）
価
値
の
源
泉

我
が
国
に
お
け
る
全
体
主
義
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
小
泉
信
三
（
一
）は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
（
そ
の
主
著
で
あ
る
『
資
本
論
（D

as 

（ 21 ）
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K
apital

）
（
壱
）』）
を
「
お
よ
そ
経
済
理
論
と
は
呼
べ
な
い
も
の
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
前
提
と
す
る
労
働
価
値
説
、
そ
し

て
そ
れ
に
基
づ
い
た
搾
取
の
シ
ナ
リ
オ
が
現
実
の
経
済
現
象
の
説
明
と
し
て
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、「
〜
で
あ
る
」
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

を
課
題
と
す
る
経
済
理
論
の
課
題
を
、
独
自
の
（
そ
れ
も
妥
当
性
の
欠
く
）
規
範
感
覚
に
基
づ
い
た
「
〜
べ
き
」
論
に
す
り
替
え
て
し
ま
っ

て
い
る
、
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
市
場
に
お
け
る
交
換
価
値
を
前
提
に
ひ
と
び
と
が
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と

は
、
現
実
の
経
済
を
説
明
す
る
否
定
で
き
な
い
前
提
で
あ
り
、
と
す
る
な
ら
ば
、
資
本
家
に
よ
る
利
潤
獲
得
は
搾
取
な
ど
で
は
な
く
、
資
本

家
に
と
っ
て
の
利
潤
の
源
泉
で
あ
る
労
働
者
も
、
契
約
し
な
い
状
態
と
比
べ
改
善
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
何
ら
か
の
利
潤

を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
労
働
そ
れ
自
体
に
価
値
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
商
品
が
ひ
と
び
と
に
生
み
出
す
効
用
に
価

値
が
見
出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
市
場
に
お
け
る
交
換
価
値
こ
そ
が
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
の
価
値
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
取
引
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
ひ
と
び
と
の
自
然
な
行
動
を
前
提
と
し
な
い
経
済
理
論
は
理
論
と
し
て
破
た
ん
し
て
い
る
、
と
の
小
泉
の
指
摘
は
今
で
は
抵
抗
な

く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
溢
）。
で
は
、
こ
の
ひ
と
び
と
の
自
然
な
行
動
を
前
提
と
し
な
い
世
界
を
築
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich E

ngels

）
と
の
著
『
共
産
党
宣
言
（D

as K
om

m
unistische

M

（
逸
）

anifest

）』
の

中
で
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
の
闘
争
の
う
ち
に
必
然
的
に
階
級
に
ま
で
結
集
し
、
革
命
に
よ
っ
て
支
配
階
級
と
な

り
、
支
配
階
級
と
し
て
協
力
的
に
古
い
生
産
諸
関
係
を
廃
止
す
る
」
場
合
、
こ
の
「
生
産
諸
関
係
の
廃
止
と
と
も
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

は
、
階
級
対
立
の
、
階
級
一
般
の
存
在
条
件
を
、
し
た
が
っ
て
階
級
と
し
て
の
自
分
自
身
の
支
配
を
廃
止
」
し
、「
階
級
と
階
級
対
立
と
を

も
つ
旧
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
代
わ
り
に
、
一
つ
の
協
力
体
が
あ
ら
わ
れ
る
（
稲
）。」
と
述
べ
る
が
、
何
故
に
協
力
体
と
し
て
成
功
す
る
か
に
つ
い

て
は
次
の
記
述
に
委
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
国
民
の
内
部
に
お
け
る
階
級
の
対
立
が
消
滅
す
る
と
と
も
に
、
国
民
相
互
の
敵
対
的
立
場
も
消
滅
す
る
。
宗
教
的
、
哲
学
的
見

（ 22 ）
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地
及
び
一
般
に
思
想
的
見
地
か
ら
共
産
主
義
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
非
難
は
、
詳
細
な
検
討
に
値
し
な
い
。
人
間
の
生
活
関

係
、
社
会
的
人
間
関
係
、
人
間
の
社
会
的
あ
り
方
が
変
化
す
る
と
と
も
に
、
人
間
の
観
念
や
概
念
も
ま
た
、
一
言
で
い
え
ば
人
間

の
意
識
も
ま
た
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
深
い
洞
察
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
？
（
茨
）」

私
有
財
産
制
の
廃
止
、
共
産
主
義
へ
の
移
行
が
ひ
と
び
と
の
行
動
を
利
他
主
義
へ
と
変
容
さ
せ
る
と
の
想
定
は
、
も
し
正
し
け
れ
ば
、
カ

タ
ラ
ク
シ
ー
の
退
場
は
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
幸
せ
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
色
の
帰
結
に
つ
い
て

は
、
経
済
史
家
の
ダ
グ
ラ
ス
・
ノ
ー
ス
（D

ouglass N
orth

）
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
結
果
を
達
成
す
る
た
め
人
間
行
動
の
根
本
的
変
更

を
必
要
と
す
る
」
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
変
化
の
証
拠
を
ま
っ
た
く
持
ち
合
わ
せ
て
な
い
（
芋
）」
と
一
蹴
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
（
鰯
）」

ハ
イ
エ
ク
は
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
全
体
主
義
の
中
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
取
り
込
む
形
で

批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ハ
イ
エ
ク
が
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
全
体
主
義
と
の
相
反
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
著
作
に
は
、「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
す
る
記
述
を
よ
く
見
か
け
る
。「
閉
じ
た

社
会
」
を
例
と
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
し
ば
し
ば
部
族
社
会
を
引
き
合
い
に
出
す
。「
開
か
れ
た
社
会
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
市
場
の
自

生
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
を
指
す
。
部
族
社
会
は
、
個
人
が
全
体
に
埋
没
し
た
社
会
で
あ
り
、
独
立
し
た
個
人
が
ば
ら
ば
ら
な

目
標
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
に
お
け
る
人
間
像
を
前
提
と
し
な
い
別
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
人
は
全
体
の
た
め

に
犠
牲
と
な
る
こ
と
よ
う
に
ル
ー
ル
付
け
ら
れ
て
い
る
。
利
他
主
義
が
あ
る
集
団
の
存
続
に
最
も
有
利
で
あ
る
と
い
う
想
定
は
部
族
社
会
に

お
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ハ
イ
エ
ク
は
明
確
に
、
こ
の
よ
う
な
利
他
主
義
が
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
妥
当
す
る
正
義
感
覚
で

（ 23 ）
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あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

…
道
徳
に
お
け
る
連
続
的
な
変
化
は
、
た
と
え
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
の
変
化
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
感
情
を
害
し
た
と
し
て
も
、

道
徳
的
衰
退
で
は
な
く
、
自
由
人
の
開
か
れ
た
社
会
の
発
生
に
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
一
般
に
見
ら
れ
る
混
乱
を

も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
表
し
て
い
る
の
は
、「
利
他
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
な
同
一
視
で
あ
り
、
ま
た
、
行

為
者
に
不
快
あ
る
い
は
有
害
で
あ
る
が
、
社
会
に
は
有
益
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
記
述
す
る
た
め
に
、
特
に
社
会
生
物
学
者
に

よ
っ
て
、
前
者
の
言
葉
が
絶
え
ず
乱
用
さ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
（
允
）。

あ
る
集
団
内
部
に
お
け
る
見
返
り
の
期
待
で
き
な
い
利
他
的
行
動
（
究
極
的
に
は
自
殺
行
為
）
が
そ
の
集
団
全
体
の
維
持
と
繁
栄
に
資
す

る
と
い
う
、
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
議
論
は
、
利
他
的
行
動
に
か
か
わ
る
集
団
全
体
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
一
つ
の
説
明
を
施
す
も
の
で
あ
る

が（印
）、
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
生
得
的
な
本
能
で
あ
る
利
他
的
行
動
を
現
代
社
会
と
は
関
連
性
の
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

う
し
た
生
得
的
な
本
能
で
も
っ
て
し
て
は
、
ひ
と
び
と
は
、「
現
在
数
の
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
頼
り
と
す
る
こ
の
文
明
を
、
決
し
て

築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
（
咽
）」
で
あ
る
。
で
は
、
ひ
と
び
と
は
な
ぜ
に
利
他
的
行
動
に
対
す
る
正
義
感
覚
を
抱
く
の

か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
利
己
的
行
動
に
対
す
る
道
徳
的
抵
抗
感
を
抱
く
の
か
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
こ
と
を
「
部
族
社
会
の
間
に
育
ま
れ
て
き
た
道
徳
観
を
捨
て
去
る
だ
け
の
用
意
が
な
い
か
ら
（
員
）」
と
言
い
切
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
心
情
は
、「
大
多
数
の
人
々
が
組
織
に
雇
用
さ
れ
、
市
場
の
道
徳
を
学
習
す
る
機
会
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
く
な
る
時
」
に

惹
き
起
こ
さ
れ
る
「
受
け
継
が
れ
て
き
た
本
能
に
対
応
す
る
よ
り
人
間
味
の
あ
る
個
人
的
な
道
徳
へ
の
直
感
的
な
渇
望
（
因
）」
で
あ
る
と
さ
れ

る
（
姻
）。
ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
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…
開
か
れ
た
社
会
の
基
底
を
な
す
道
徳
観
は
、
長
く
、
ご
く
少
数
の
都
市
地
域
に
お
け
る
小
さ
な
集
団
に
限
ら
れ
て
き
た
の
は
事

実
で
あ
る
し
、
西
側
世
界
の
法
や
意
見
を
一
般
的
に
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以

前
の
部
族
社
会
か
ら
受
け
継
い
だ
直
感
的
な
、
そ
し
て
一
部
は
お
そ
ら
く
本
能
的
で
さ
え
あ
る
心
情
に
比
べ
て
、
そ
れ
ら
が
な
お

人
為
的
で
不
自
然
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
開
か
れ
た
社
会
を
可
能
に
し
た
道
徳
的
心
情
は
、
町

の
中
や
商
取
引
の
中
心
地
で
成
長
し
た
が
、
一
方
、
大
多
数
の
人
々
の
感
情
は
、
な
お
、
部
族
集
団
を
支
配
す
る
偏
狭
な
心
情
や

外
人
嫌
い
の
戦
闘
的
な
態
度
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
偉
大
な
社
会
の
台
頭
は
、
あ
ま
り
に
最
近
の
出
来
事
で
あ
る
た
め
に
、
長
い

年
月
の
間
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
結
果
を
捨
て
去
る
た
め
の
時
間
を
人
々
に
与
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
人
々
は
、
知
覚
さ
れ
た

ニ
ー
ズ
を
指
針
に
し
て
行
為
を
す
る
と
い
う
、
深
い
根
を
持
つ
本
能
と
し
ば
し
ば
対
立
す
る
よ
う
な
抽
象
的
ル
ー
ル
を
、
人
為
的

で
非
人
間
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
引
）。

ハ
イ
エ
ク
は
『
法
と
立
法
と
自
由
』
第
三
巻
の
最
終
章
「
自
由
人
の
政
治
的
秩
序
」（T

he Political O
rder of a Free People

）
に
お
い

て
、
こ
の
点
を
よ
り
強
調
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
目
下
、
西
欧
世
界
の
住
民
に
占
め
る
大
規
模
組
織
の
成
員
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
偉
大
な
開
か
れ
た
社
会
を
可
能
に
し
て
き
た

市
場
の
ル
ー
ル
に
不
慣
れ
な
人
、
の
割
合
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
き
て
い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
市
場
経
済
は
ほ
と
ん
ど
理
解

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
市
場
経
済
の
基
礎
に
あ
る
ル
ー
ル
を
決
し
て
遵
守
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
結
果
は

理
性
の
な
い
不
道
徳
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
か
れ
ら
は
そ
の
な
か
に
、
何
か
邪
悪
な
権
力
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
る
、
恣
意
的
な
構
造
を
見
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
長
い
間
、
潜
在
し
て
い
た
生
得
本
能
が
再
び
表
面
に
現
れ
て
き
た
。
し
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た
が
っ
て
、
正
し
い
分
配
に
た
い
す
る
か
れ
ら
の
要
求
は
…
厳
密
に
は
原
始
的
情
緒
に
基
づ
い
た
先
祖
返
り
で
あ
る
（
飲
）。

ハ
イ
エ
ク
が
主
張
し
た
い
点
は
、
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
に
お
い
て
は
、
部
族
社
会
と
異
な
り
、
ひ
と
び
と
は
全
体
の
目
的
で
あ
る
社
会
正
義
に

よ
る
支
配
を
受
け
ず
、
自
ら
の
目
標
を
追
求
す
る
（
利
己
主
義
的
ふ
る
ま
い
を
す
る
）
こ
と
が
一
連
の
ル
ー
ル
の
下
で
調
整
さ
れ
、
結
果
、

分
散
化
さ
れ
た
知
識
が
有
効
利
用
さ
れ
る
（
優
れ
た
帰
結
が
導
か
れ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
は
も
は
や
部
族
社
会
に
は

戻
れ
ず
、
部
族
社
会
で
も
な
い
の
に
ひ
と
び
と
を
全
体
の
目
的
に
従
属
さ
せ
れ
ば
そ
れ
は
社
会
正
義
、
設
計
主
義
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
と
な

る
（
淫
）。
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
は
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
を
導
い
て
き
た
。
そ
れ
は
開
か
れ
た
社
会
に
整
合
性
を
も
つ
も
の

だ
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
文
明
が
発
達
し
た
段
階
で
優
勢
な
道
徳
に
異
を
唱
え
て
き
た
者
、
す
な
わ
ち
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
が
発

展
さ
せ
て
き
た
正
義
感
覚
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
厳
し
い
表
現
で
批
判
し
て
い
る
。

モ
ー
ゼ
か
ら
プ
ラ
ト
ン
や
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ル
ソ
ー
か
ら
マ
ル
ク
ス
や
フ
ロ
イ
ト
に
至
る
預
言
者
や
哲
学
者
が
、
優
勢

な
道
徳
に
反
論
を
唱
え
た
と
き
、
明
ら
か
に
、
非
難
さ
れ
た
慣
行
が
文
明
…
に
ど
の
程
度
貢
献
し
た
か
、
か
れ
ら
は
ま
っ
た
く
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
個
人
に
何
を
す
べ
き
か
を
信
号
で
知
ら
せ
る
競
争
的
な
価
格
や
報
酬
の
体
系
が
広
範
な
専
門

化
を
可
能
に
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
知
ら
な
か
っ
た
。
…
ま
た
、
か
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
の
非
難
を
受
け
た
道
徳
的
信

念
が
市
場
経
済
の
発
展
の
結
果
で
あ
る
以
上
に
原
因
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
な
か
っ
た
（
胤
）。
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２

開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
：
二
つ
の
視
点

『
自
由
の
条
件
』
以
降
の
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
い
う
「H

ayek III

」
と
、
そ
れ
ま
で
の
「H

ayek II

」
と
の
違
い
を
、
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド

自
身
は
そ
の
方
法
論
的
特
徴
の
変
化
に
見
出
し
て
い
る
が
、
全
体
主
義
批
判
の
論
法
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
両
者
の
違
い
は
、

「
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
の
非
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
に
対
す
る
優
位
を
説
く
企
て
」
か
ら
「
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
が
優
れ
た
帰
結
を
生
み
出
す
条
件
面
の
追

求
」
へ
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
変
化
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
橋
本
努
は
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
中
に
方
法
論
的
個
人
主
義

（m
ethodological individualism

）
と
方
法
論
的
全
体
主
義
（m

ethodological holism

）
の
混
在
を
見
出
し
て
い
る
（
蔭
）が
、
ハ
イ
エ
ク
の
議

論
は
そ
の
見
る
方
向
に
よ
っ
て
個
人
主
義
的
に
も
全
体
主
義
的
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
が
特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
知

識
の
有
効
利
用
が
図
ら
れ
る
（
よ
う
と
し
て
い
る
）
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
か
ら
の
影
響
を
（
本
人
は
気
付
い
て
い
な
く
と
も
）
受
け
て
い
る
個
人

を
描
く
時
点
で
そ
れ
は
方
法
論
的
全
体
主
義
に
見
え
る
が
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
動
き
に
軸
足
を
置
い
た
社
会
現
象
の
分
析
を
行
っ
て
い
る

以
上
、
方
法
論
的
個
人
主
義
で
は
あ
る
（
圧
倒
的
に
後
者
へ
の
支
持
者
が
多
い
だ
ろ
う
が
）。
そ
し
て
、
そ
の
ル
ー
ル
論
に
お
い
て
は
、
個

人
を
導
く
超
個
人
的
存
在
で
あ
る
ル
ー
ル
を
個
人
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
以
上
、
方
法
論
的
全
体
主
義
に
見

え
る
が
、
個
人
の
ふ
る
ま
い
の
集
積
が
ル
ー
ル
を
形
成
し
そ
れ
が
個
人
間
で
共
有
化
さ
れ
、
又
は
外
在
的
な
ル
ー
ル
を
個
人
が
行
動
を
導
く

シ
グ
ナ
ル
と
し
て
受
容
し
、
そ
う
い
っ
た
ル
ー
ル
に
従
お
う
と
い
う
傾
向
性
（d

（
院
）

isposition

）
を
身
に
付
け
る
個
人
を
分
析
の
対
象
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
尚
も
方
法
論
的
個
人
主
義
の
よ
う
に
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
こ
だ
わ
り
の
あ
る
個
人

主
義
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
一
九
四
五
年
の
「
真
の
個
人
主
義
と
偽
り
の
個
人
主
義
（Individualism

: True and F

（
陰
）

alse
FF

）」
前
後
か
ら
持
ち
続

け
て
き
た
視
点
と
し
て
の
個
人
主
義
で
あ
っ
て
、
方
法
論
的
な
拠
り
所
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
エ
ク
は
全
体
と
個
人
の
相
関
を
問
題
に
し
よ
う

と
し
た
こ
と
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
（
隠
）。
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
分
析
に
対
す
る
評
価
は
こ
こ
で
は
避
け
る
が
、
一
九
六
〇
年
以
降
の
ハ
イ

（ 27 ）
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エ
ク
は
「
個
人
に
は
還
元
で
き
な
い
何
か
」
へ
の
意
識
を
鋭
敏
化
さ
せ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
同
で
き
る
。

筆
者
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、「「
知
識
の
有
効
利
用
」
を
実
現
す
る
自
由
な
社
会
の
そ
う
で
な
い
社
会
に
対
す
る
優
位
を

説
」
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
一
九
六
〇
年
の
『
自
由
の
条
件
』
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
の
『
法
と
立
法
と
自
由
』
に
代
表
さ
れ
る
ハ

イ
エ
ク
法
思
想
の
展
開
は
、
法
学
の
世
界
で
は
必
ず
し
も
評
判
の
よ
く
な
い
「
帰
結
主
義
（consequentialism

）」
と
い
う
使
命
を
負
っ
た

ハ
イ
エ
ク
の
、
自
由
論
、
自
然
権
論
、
法
の
支
配
論
と
い
っ
た
法
学
の
中
枢
へ
の
、
外
か
ら
の
批
判
・
否
定
で
は
な
く
、
内
側
か
ら
の
再
構

築
と
い
う
、
大
い
な
る
挑
戦
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
（
韻
）。
こ
れ
は
経
済
（
ハ
イ
エ
ク
は
「
経
済
」
と
い
う
言
葉
は
「
所
与
の
一
組
の
諸
手
段
が

統
一
さ
れ
た
計
画
に
し
た
が
っ
て
相
対
的
な
重
要
性
に
応
じ
て
競
合
す
る
諸
目
的
に
配
分
さ
れ
る
複
雑
な
諸
活
動
か
ら
な
る
（
吋
）」
も
の
を
指
す

と
し
、
こ
れ
と
対
比
さ
せ
る
形
で
「
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
区
別
を
せ
ず
使
っ
て
も
混
乱
は
生
じ
な

い
と
の
判
断
の
下
、「
経
済
」
を
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
を
含
む
広
い
意
味
を
持
つ
言
葉
と
し
て
使
い
続
け
る
こ
と
と
す
る
）
の
中
に
「
法
」
の
問

題
を
位
置
付
け
る
試
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
法
」
は
経
済
を
調
整
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
帰
結
主
義
的
正
当
化
を
よ
り
よ
く
実
現
し

て
く
れ
る
「
私
益
の
追
求
を
公
益
に
変
換
す
る
」
装
置
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
事
な
視
点
は
、
法
の
中
に
「
経
済
」
の
問
題
を
読
み
込
む
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
は
、
開
か
れ

た
社
会
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
を
受
容
し
、
こ
れ
に
従
う
傾
向
性
を
身
に
付
け
て
い
る
。
ひ
と
び
と
は
法
令
、
判
例
と
い
う
形
で
書

か
れ
た
ル
ー
ル
に
従
う
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
や
伝
統
、
そ
し
て
正
義
感
覚
と
い
っ
た
書
か
れ
て
い
な
い
ル
ー
ル
に
も
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
道
徳
的
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ひ
と
び
と
の
善
悪
の
情
念
を
引
き
起
こ
す
ま
で
に
高
め
ら
れ
た
正
義
感
覚
で
あ
ろ
う
が
、
慣

習
や
伝
統
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
破
る
こ
と
で
他
の
ひ
と
び
と
の
期
待
を
裏
切
る
結
果
に
な
れ
ば
そ
れ
は
道
徳
的
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
ル
ー
ル
の
受
容
と
遵
守
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ひ
と
び
と
の
経
済
活
動
の
集
積
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
経
済
活
動
は
営

ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
ひ
と
び
と
が
あ
る
特
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
の
説
明
に
関
心
を
向
け
る
。
特
に
書
か
れ
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て
い
な
い
ル
ー
ル
を
遵
守
し
よ
う
と
い
う
傾
向
性
が
ひ
と
び
と
に
備
わ
っ
て
い
る
、
そ
の
背
景
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
。
こ
れ
は
、
法
の
中

に
「
経
済
」
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
イ
エ
ク
が
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
の
は
、
開
か
れ
た
社

会
に
お
い
て
利
他
主
義
的
な
正
義
感
覚
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
性
で
あ
る
。

３

帰
結
主
義
者
ハ
イ
エ
ク
の
ロ
ジ
ッ
ク

（
１
）
義
務
論
と
帰
結
主
義

帰
結
主
義
者
と
し
て
の
ハ
イ
エ
ク
を
読
み
解
く
上
で
、
そ
の
義
務
論
的
側
面
へ
の
言
及
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
少
々
長

く
な
る
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
倫
理
哲
学
に
か
か
わ
る
議
論
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

山
中
優
は
そ
の
著
、『
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
：
市
場
秩
序
に
ひ
そ
む
人
間
の
苦
境
』
に
お
い
て
、
ハ
イ
エ
ク
が
帰
結
主
義
者
と
し
て
の

側
面
の
み
な
ら
ず
、
義
務
論
者
と
し
て
の
側
面
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
解
読
を
試
み
て
い
る
（
右
）。
確
か
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
著

作
に
は
、
本
稿
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
帰
結
主
義
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
山
中
の
指
摘
す
る
よ
う
な
義
務
論
的
な
主
張
も
散
見
さ
れ

る
。
ハ
イ
エ
ク
は
「
強
制
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

強
制
は
悪
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
ま
さ
に
、
強
制
は
思
考
し
価
値
判
断
を
下
す
人
格
（person

）
と
し
て
の
個
人
を
排
除
し
、

他
者
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
宇
）。

ハ
イ
エ
ク
は
、
ま
た
「
強
制
の
な
い
状
態
」
と
し
て
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

（ 29 ）
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一
部
の
読
者
は
、
わ
た
く
し
が
個
人
的
自
由
の
価
値
を
議
論
の
余
地
の
な
い
倫
理
的
前
提
と
せ
ず
、
そ
の
価
値
を
説
明
す
る

際
、
こ
れ
を
支
持
す
る
議
論
を
一
つ
の
便
宜
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
戸
惑
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
誤
解
で
あ
る
（
烏
）。

こ
う
い
っ
た
義
務
論
的
な
自
由
の
擁
護
を
試
み
る
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
受
け
入
れ
な
い
ひ
と
び
と
を
説
得
す
る
論
法
と
し

て
、「
個
人
が
自
由
か
ら
何
を
与
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
帰
結
主
義
と
読
め
る
問
題
設
定
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
前
提
と
し
て
共
有
し
て
い
な
い
人
び
と
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
を
単

純
に
仮
定
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
由
が
単
に
あ
る
特
定
の
価
値
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
大
部
分
の
道
徳
的
価
値
の
源
泉
で
あ
り
、
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
社
会
が
、

個
人
に
与
え
る
も
の
は
、
か
れ
の
み
が
自
由
で
あ
っ
た
場
合
に
か
れ
が
な
し
う
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
れ
わ
れ
が
自
由
の
価
値
を
十
分
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
自
由
人
の
社
会
が
、
不
自
由
の
い
き
わ
た
っ
て
い
る
社
会
と
比
べ

て
、
全
体
と
し
て
い
か
に
異
な
る
の
か
を
し
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
羽
）。

こ
の
ハ
イ
エ
ク
の
、
義
務
論
的
問
題
へ
の
帰
結
主
義
的
解
法
と
い
う
一
見
非
整
合
的
に
見
え
る
問
題
設
定
は
、
後
期
ハ
イ
エ
ク
の
最
初
の

主
著
で
あ
る
『
自
由
の
条
件
（
迂
）』

の
序
文
で
な
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
ハ
イ
エ
ク
自
由
論
の
目
論
見
で
あ
る
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
、
こ
の
、
一
見
す
る
と
義
務
論
的
な
主
張
に
対
し
て
は
、「
義
務
論
を
装
っ
た
帰
結
主

義
」
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
解
釈
（
雨
）が
妥
当
な
よ
う
に
見
え
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
自
由
の
価
値
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
自
由
論
の
冒
頭
か
ら
社

（ 30 ）
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会
主
義
経
済
計
算
論
争
以
降
展
開
し
て
き
た
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
の
非
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
に
対
す
る
優
越
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
く
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
を
帰
結
主
義
の
み
で
語
り
尽
く
す
立
場
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
山
中
は
、
ハ
イ
エ
ク
流
の
経
済
的
自
由
の
擁
護
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

経
済
的
自
由
を
思
想
の
自
由
や
政
治
的
自
由
と
切
り
離
し
て
理
解
し
、
経
済
的
に
す
ぎ
な
い
自
由
を
制
限
し
て
も
そ
れ
は
よ
り

高
尚
な
思
想
の
自
由
や
政
治
的
自
由
の
制
限
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
言
わ
せ
れ
ば
経
済
的
自
由
の
本

質
に
関
す
る
誤
解
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
の
守
銭
奴
で
も
な
い
限
り
、
人
が
金
銭
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
は
経
済
的
で
は
な
い
自
ら

の
信
念
や
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
媒
介
手
段
と
し
て
で
あ
っ
て
、
経
済
的
自
由
は
価
値
判
断
の
主
体
と
し
て
の
個
人

の
自
由
に
と
っ
て
ま
さ
に
必
要
不
可
欠
な
基
盤
な
の
で
あ
る
。
そ
の
経
済
的
自
由
に
対
す
る
統
制
は
人
間
生
活
の
一
部
分
に
対
す

る
統
制
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
全
面
に
わ
た
る
統
制
へ
と
至
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
経
済
的
自
由
の
重
要

性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
ま
さ
に
個
人
の
人
格
の
自
由
を
強
調
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
卯
）。

確
か
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
自
由
が
結
果
的
に
ひ
と
び
と
に
も
た
ら
す
帰
結
に
で
は
な
く
「
開
か
れ
て
い
る
」
こ
と
自

体
に
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
、「
開
か
れ
て
い
る
」
こ
と
自
体
の
価
値
と
は
、
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
効
用
（
鵜
）で
は
な
く
、
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
が
人
間
の
存
在
（「
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
個
人
の
自

律
・
高
次
の
自
己
実
現
と
い
う
価
値
が
存
在
す
る
こ
と
（
窺
）」）
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ハ
イ
エ
ク
が
主
張
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
（
丑
）。

（ 31 ）
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（
２
）
自
由
の
不
自
由
に
対
す
る
優
越
性

「
強
制
は
悪
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
ま
さ
に
、
強
制
は
思
考
し
価
値
判
断
を
下
す
人
格
（person

）
と
し
て
の
個
人
を
排
除
し
、
他
者
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
碓
）。」
と
ハ
イ
エ
ク
が
い
う
と
き
、
各
自
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に

強
制
を
排
除
す
る
べ
き
だ
と
は
述
べ
て
い
て
も
、
個
人
的
自
由
の
価
値
が
ど
こ
か
ら
導
か
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
述

べ
て
い
な
い
。「person

」
の
適
訳
が
「
人
格
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
義
務
論
へ
の
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。「
他
者
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
匂
わ
せ
る
表
現

も
、
全
体
へ
の
従
属
が
当
該
個
人
の
目
標
追
求
を
妨
げ
、
結
果
的
に
全
体
の
破
綻
を
も
招
き
、
詰
る
と
こ
ろ
個
人
に
不
幸
を
も
た
ら
す
と
い

う
、
ハ
イ
エ
ク
の
一
貫
し
た
全
体
主
義
批
判
と
し
て
読
め
ば
、
そ
れ
は
帰
結
主
義
の
射
程
を
超
え
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。「
一
部
の
読

者
は
、
わ
た
く
し
が
個
人
的
自
由
の
価
値
を
議
論
の
余
地
の
な
い
倫
理
的
前
提
と
せ
ず
、
そ
の
価
値
を
説
明
す
る
際
、
こ
れ
を
支
持
す
る
議

論
を
一
つ
の
便
宜
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
戸
惑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
誤
解
で
あ
る
（
臼
）。」
と
ハ
イ
エ
ク
が
い
う
と
き
、
個
人
的
自
由
の
価
値
が
議
論
の
余
地
の
な
い
倫
理
的
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
個

人
的
自
由
の
価
値
が
ど
こ
か
ら
導
か
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
著
作
の
中
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
的
自
由
の
自
己
完
結
的
な
擁
護
で
は
な
く
、
個
人
的
自
由
が
当
該
個
人
自
身
の
欲

望
を
満
た
す
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
こ
と
（
渦
）、
そ
し
て
個
人
的
自
由
が
前
提
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
市
場
の
自
生
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
カ
タ
ラ

ク
シ
ー
が
非
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
に
優
越
し
て
い
る
こ
と
説
く
こ
と
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
記
述
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
言
え
ば
、
ハ

イ
エ
ク
は
明
ら
か
に
自
由
の
価
値
を
自
由
以
外
の
も
の
に
依
存
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
。
次
の
文
章
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
『
自
由
の
条
件
』
第
一

部
の
冒
頭
に
引
用
し
た
Ｈ
・
Ｂ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。

（ 32 ）
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今
日
に
い
た
る
ま
で
、
数
々
の
雄
弁
家
と
詩
人
た
ち
が
自
由
を
ほ
め
そ
や
し
て
き
た
が
、
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
自
由
が
な
ぜ
そ

れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
説
い
た
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
問
題
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
は
、
文
明
を
固
定

的
に
み
る
か
、
あ
る
い
は
前
進
的
に
み
る
か
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
く
る
。
…
前
進
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
自
由
に
た
い
す
る
ど

ん
な
制
限
も
、
新
し
い
試
み
の
数
を
減
少
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
進
歩
の
速
度
を
に
ぶ
ら
せ
る
。
こ
う
い
う
社
会
で
は
、
個
人
に
行

動
の
自
由
が
許
さ
れ
る
の
は
、
自
由
に
よ
っ
て
個
人
の
満
足
が
大
き
く
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
途
を
歩
む
こ
と
を
許

さ
れ
る
と
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
個
人
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
ん
な
命
令
を
ど
う
や
っ
て
与
え
れ
ば
よ
い
か
が
わ
か
っ
て
い
る
場

合
よ
り
も
、
ほ
か
の
ひ
と
た
ち
の
役
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
嘘
）。

ハ
イ
エ
ク
が
自
由
な
社
会
の
そ
う
で
な
い
社
会
へ
の
優
越
を
説
く
そ
の
根
拠
は
、
知
識
論
、
競
争
論
、
市
場
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
そ

の
経
済
思
想
面
に
見
出
さ
れ
て
お
り
、
バ
リ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
切
り
離
さ
れ
た
「
他
に
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
が
こ
の

問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
え
た
か
を
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
（
唄
）」。

（
３
）
閉
じ
た
社
会
に
お
け
る
人
間
の
本
性

ハ
イ
エ
ク
は
、
自
己
実
現
（
を
可
能
に
す
る
個
人
的
自
由
）
が
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
必
然
的
に
守
ら
れ
る
べ
き
価
値
で
あ
る
と
は
積
極

的
に
述
べ
て
は
い
な
い
。
一
方
、
そ
れ
と
逆
の
こ
と
を
も
積
極
的
に
述
べ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
九
四
四
年
の
『
隷
従
へ
の
道
（
欝
）』
以
降
の
、

理
論
的
な
分
析
も
含
め
て
言
う
な
ら
ば
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
以
降
、
ハ
イ
エ
ク
の
強
調
点
が
全
体
主
義
批
判
に
置
か

れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
は
全
体
主
義
批
判
の
手
法
上
、
個
人
が
全
体
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
自
由

が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
説
け
ば
よ
く
、
な
ぜ
に
個
人
が
全
体
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
か
の
理
由
を
説
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
全
体

（ 33 ）
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主
義
批
判
を
展
開
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
多
く
が
個
人
的
自
由
の
擁
護
を
義
務
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
中
、
自
由
主
義
陣
営
の
支
柱
的
存

在
で
あ
る
ハ
イ
エ
ク
も
、
帰
結
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
議
論
と
し
て
で
は
な
く
、
帰
結
の
如
何
を
問
わ
ず
個
人
的
自
由
を
守
り
抜

く
「
反
論
を
受
け
付
け
な
い
」
義
務
論
者
と
し
て
読
ま
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
が
、
個
人
の
擁
護
を
最
も
端
的
に
、
か
つ
強
力
に
述
べ
て
い
る
個
所
は
、
お
そ
ら
く
は
『
隷
従
へ
の
道
』
の
次
の
個
所
で
あ
ろ

う
。

個
人
主
義
と
は
、「
人
間
と
し
て
の
個
人
（individual m

an qua m
an

）」
へ
の
尊
敬
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
一
人
一
人

の
考
え
方
や
嗜
好
を
、
た
と
え
そ
れ
が
狭
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
個
人
の
領
域
に
お
い
て
は
至
高
の
も
の
と
認
め

る
立
場
で
あ
る
（
蔚
）。

「
個
人
の
自
己
実
現
」
と
「
全
体
的
な
繁
栄
」
を
対
立
軸
と
し
て
掲
げ
、
前
者
を
義
務
論
、
後
者
を
帰
結
主
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る

考
え
は
果
た
し
て
正
し
い
か
。
後
者
が
帰
結
主
義
に
分
類
さ
れ
る
の
は
争
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
前
者
が
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
か
は
、「
個

人
の
自
己
実
現
」
が
そ
れ
自
体
人
間
と
し
て
の
価
値
を
体
現
す
る
も
の
な
の
か
、「
個
人
の
自
己
実
現
」
が
当
該
個
人
に
と
っ
て
何
ら
か
の

満
足
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
に
よ
っ
て
評
価
が
異
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
前
記
の
『
隷
従
へ
の
道
』
の
記
述
は
一
見
義
務
論
的
に
見
え

る
が
、
帰
結
主
義
的
な
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

個
人
の
自
己
実
現
と
そ
の
可
能
性
を
開
く
自
由
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
と
し
て
不
可
欠
な
価
値
だ
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
人

間
の
満
足
の
対
象
だ
か
ら
か
。
前
者
と
後
者
の
違
い
は
、
前
者
で
あ
れ
ば
条
件
の
如
何
を
問
わ
ず
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
価
値
で
あ

る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
条
件
次
第
で
正
当
化
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。
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ハ
イ
エ
ク
は
、
明
ら
か
に
、
個
人
の
自
己
実
現
と
そ
の
可
能
性
を
開
く
自
由
が
、
あ
る
条
件
下
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
そ
れ
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
部
族
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
す
る
、『
法
と
立
法
と
自
由
』
第
三
巻
の
最
終
章
「
人
間
的
価
値
の
三
つ
の
源
泉
」
の
記
述
か
ら
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

小
さ
な
群
れ
か
ら
定
住
し
た
共
同
体
へ
、
そ
し
て
最
後
に
、
開
か
れ
た
社
会
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
文
明
へ
の
移
行
は
、
人
々

が
、
生
得
本
能
に
導
か
れ
て
共
通
の
知
覚
さ
れ
た
目
標
を
追
求
し
て
き
た
結
果
で
は
な
く
、
同
じ
抽
象
的
な
ル
ー
ル
に
従
う
よ
う

に
な
っ
た
お
陰
で
あ
る
。
生
得
の
自
然
な
あ
こ
が
れ
の
念
と
い
う
の
は
、
人
間
が
今
で
も
ヒ
ト
の

4

4

4

特
性
を
表
し
て
い
る
神
経
組
織

を
発
展
さ
せ
て
い
た
時
代
に
お
け
る
小
さ
な
群
れ
の
生
活
条
件
に
適
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
五
万
世
代
の
間
に
人
体
組
織
に
組
み

込
ま
れ
て
き
た
生
得
の
神
経
組
織
は
、
人
間
が
こ
の
五
〇
〇
世
代
…
の
間
に
、
自
分
自
身
の
た
め
に
作
り
上
げ
て
き
た
生
活
と

は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
生
活
に
適
合
さ
せ
ら
れ
て
い
た
（
鰻
）。

ハ
イ
エ
ク
は
他
の
個
所
で
部
族
社
会
と
開
か
れ
た
社
会
、
ま
た
は
過
去
と
現
在
を
対
比
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

部
族
社
会
に
お
け
る
内
部
的
平
和
の
条
件
は
、
す
べ
て
の
構
成
員
が
あ
る
共
通
の
目
に
見
え
る
目
的
に
従
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
そ
の
時
々
に
こ
れ
ら
の
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
ど
の
よ
う
に
達
成
さ
れ
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
誰
か
の
意

思
に
従
う
こ
と
、
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
由
人
に
よ
る
開
か
れ
た
社
会
は
、
各
々
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
可
能
な
手
段
の
領

域
を
画
定
す
る
抽
象
的
な
ル
ー
ル
の
み
に
従
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
時
に
可
能
と
な
る
（
姥
）。
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わ
れ
わ
れ
の
中
に
あ
る
未
開
さ
は
、
小
集
団
に
お
い
て
は
善
で
あ
っ
た
が
、
偉
大
な
社
会
で
は
、
強
制
す
る
こ
と
を
抑
制
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
特
定
の
集
団
に
強
制
す
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
、
な
お
善
と
み
な
す
。
平
和
な
開
か
れ
た

社
会
は
、
小
集
団
に
お
い
て
最
も
有
効
な
結
束
を
生
み
出
す
方
法
を
、
つ
ま
り
、「
も
し
人
び
と
を
仲
よ
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
あ
る
共
通
の
目
的
に
向
け
て
努
力
さ
せ
よ
」
と
い
う
原
理
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
を
、
断
念
す
る
場
合
に
限
っ
て

可
能
に
な
る
（
厩
）
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
部
族
社
会
に
お
い
て
は
ひ
と
び
と
が
共
通
の
目
的
に
従
属
す
る
こ
と
を
「
平
和
の
条
件
と
な
る
も
の
」
や
「
正
義
に
適
う

も
の
」
と
い
っ
た
性
格
付
け
を
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
が
傾
向
性
と
し
て
ひ
と
び
と
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
び
と
は
そ
も
そ
も
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
仮
に
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と

は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
「
強
制
さ
れ
る
こ
と
」
は
部
族
社
会
で
は
苦
痛
の
対
象
で
は
な
く
、
行
動
ル
ー
ル
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
明
言
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
現
代
で
も
「
部
族
社
会
の
情
緒
」
が
醸
成
さ
れ
る
家
庭
や
職
場
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ

ほ
ど
難
し
く
な
く
こ
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
家
庭
や
職
場
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
宗
教
と
い
っ
た
現
代
に
お
け
る
閉

じ
た
社
会
に
お
い
て
ひ
と
び
と
が
身
に
付
け
る
の
は
利
他
的
マ
イ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
、
彼
女
ら
に
と
っ
て
の
基
本
的
欲
求
、
言
い

換
え
れ
ば
本
性
（hum

an nature

）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
全
体
の
目
的
に
従
属
す
る
こ
と
は
忌
み
嫌
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う

な
閉
じ
た
社
会
が
純
化
さ
れ
た
部
族
社
会
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ひ
と
び
と
の
本
性
で

あ
っ
た
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
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（
４
）
開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
人
間
の
本
性

こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
、
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
持
ち
、
各
々
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
が
、
ひ
と

び
と
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
己
実
現
を
可
能
に
す
る
個
人
的
自
由
の
価
値
が
唱
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
問
え

ば
よ
い
。
義
務
論
者
は
、
そ
れ
は
人
が
人
と
し
て
生
き
る
た
め
の
不
可
欠
の
価
値
だ
か
ら
だ
、
と
答
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
こ
の
よ
う

な
質
問
を
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
価
値
は
部
族
社
会
に
お
い
て
も
同
じ
扱
い
を
受
け
る
の
か
、
と
。
予
想
さ
れ
る
答
え

は
、
そ
こ
で
い
う
「
人
」
は
わ
れ
わ
れ
の
い
う
「
人
」
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
を
義
務
論
者
と
読
む
論
者
は
、
そ
こ

で
い
う
「
人
」
と
は
、
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
人
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
本
性
を
持
っ
て

い
る
者
を
「
人
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
を
人
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
開
か
れ
た
社
会
で
あ
る
が
故
に
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
特
定
の
性
向
を
有
し
て
い
る
人
の
み
を
対
象
と
し
た
義
務
論
と
い
う
の
は
、
は
た
し
て
義
務
論

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

帰
結
主
義
者
か
ら
の
答
え
は
予
想
し
や
す
い
。
部
族
社
会
に
お
い
て
個
人
的
自
由
は
保
護
に
値
す
る
価
値
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
れ
は
部
族
社
会
に
お
い
て
は
「
強
制
さ
れ
る
こ
と
」
が
行
動
ル
ー
ル
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
が
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
持

ち
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
れ
ば
、
全
体
は
維
持
で
き
ず
崩
壊
す
る
。
ひ
と
び
と
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
を
本

性
と
し
て
い
な
い
。
個
人
レ
ベ
ル
で
み
て
も
、
全
体
レ
ベ
ル
で
み
て
も
、
帰
結
主
義
的
に
正
当
化
で
き
る
も
の
は
な
い
。

開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
、
ひ
と
び
と
の
本
性
は
自
己
実
現
（
へ
の
欲
求
）
に
あ
る
。
こ
れ
を
ひ
と
び
と
に
不
可
欠
な
価
値
と
み
て
、
個

人
的
自
由
を
義
務
論
的
に
擁
護
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
ひ
と
び
と
の
満
足
の
対
象
と
み
て
、
個
人
的
自
由
を
帰
結
主
義
的
に
擁
護
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
実
現
を
開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
ひ
と
び
と
の
本
性
と
考
え
て
い
る
と
（
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ

る
と
）
い
う
こ
と
で
あ
る
。
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
揺
る
ぎ
の
な
い
本
性
で
あ
る
自
己
実
現
の
欲
求
は
、
揺
る
ぎ
の
な
い
、
と
い
う
点

（ 37 ）
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を
強
調
す
れ
ば
義
務
論
に
見
え
る
が
、
欲
求
で
あ
る
点
を
強
調
す
れ
ば
帰
結
主
義
と
整
合
的
で
あ
る
。
義
務
論
的
に
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
を
理

解
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
揺
る
ぎ
の
な
い
、
と
い
う
認
識
は
閉
じ
た
社
会
と
開
か
れ
た
社
会
と
の
対
比
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
た
経
験
論
的
な

そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
反
論
を
許
さ
な
い
価
値
観
を
表
明
し
て
い
る
だ
け
の
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
浦
）。

（
５
）
市
場
に
ひ
そ
む
苦
境

山
中
は
前
述
の
著
『
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
（
瓜
）』
に
お
い
て
、
ハ
イ
エ
ク
が
そ
の
自
由
論
に
お
い
て
義
務
論
的
正
当
化
を
捨
て
切
れ
な
か
っ

た
そ
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
山
中
は
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
体
系
を
帰
結
主
義
に
純
化
し
て
考
え
る
立
場
に
対
し
て
、
次
の

よ
う
に
い
う
。

帰
結
主
義
に
大
幅
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
と
同
時
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
個
人
の
自
由

を
万
人
に
許
容
す
る
多
元
的
な
社
会
…
を
そ
れ
自
体
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
高
ら
か
に
謳
い
上
げ
る
熱
烈
な
自
由
主
義
の
闘
士

た
る
側
面
を
、
常
に
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
体
系
を
完
全
に
帰
結
主
義
に
還
元
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
有
す
る
複
雑
な
陰
影
を
捨
象
し
て
、
そ
の
思
想
体
系
の
持
つ
構
造
を
過
度
に
単
純
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
と
思
わ
れ
る
（
閏
）。

山
中
が
着
目
す
る
の
は
、
個
人
的
自
由
、
そ
れ
を
前
提
に
展
開
さ
れ
る
競
争
が
直
接
的
、
短
期
的
に
は
多
く
の
者
に
必
ず
し
も
利
益
を
与

え
な
い
、
と
い
う
「
苦
々
し
い
結
果
（
噂
）」
で
あ
る
。
選
択
の
自
由
は
、
時
に
は
「
重
荷
を
課
す
る
（
云
）」
も
の
と
な
る
。「
だ
か
ら
こ
そ
ハ
イ
エ
ク

は
、
物
質
的
な
効
用
の
直
接
的
な
享
受
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
目
的
実
現
を
目
指
す
自
由
競
争
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
努
力
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に
こ
そ
自
由
の
価
値
が
あ
る
の
だ
と
い
う
義
務
論
的
な
主
張
を
、
そ
の
帰
結
主
義
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
援
用
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
…
（
運
）」。
山
中
は
続
け
て
言
う
。

〝
人
間
の
無
知
〞
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
選
択
の
自
由
の
行
使
に
幾
多
の
失
敗
が
伴
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
非

常
に
辛
い
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
長
期
的
・
間
接
的
に
は
利
益
に
な
る
の
だ
と
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
結
果
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
る
利
益
に
自
由
の
最
終
的
な
存
在
理
由
を
認
め
よ
う
と
す
る
帰
結
主
義
的
な
発
想
の
み
で
は
、
結
局
は
、
よ
り
直
接
的
な

成
果
の
方
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
が
目
先
の
物
質
的
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
〝
自
由

の
規
律
〞
に
従
い
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
物
質
的
利
益
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
や
め
、
む
し
ろ
物
質
的
利
益
の
如
何
に
か
か
わ

ら
ず
、
自
由
そ
れ
自
体
を
究
極
的
な
価
値
と
し
て
尊
重
す
る
態
度
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
人
々
が
そ
の
よ
う
な
義
務
論
的

態
度
に
よ
っ
て
自
由
を
保
持
し
な
い
限
り
、
自
由
社
会
は
社
会
全
体
と
し
て
の
柔
軟
な
適
応
性
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
も
で
き
な

く
な
る
だ
ろ
う
（
雲
）。

義
務
論
を
最
終
的
な
拠
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
は
、
徐
々
に
そ
の
帰
結
主
義
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
っ

た
と
い
う
の
が
山
中
の
解
釈
で
あ
る
。
山
中
に
拠
れ
ば
、『
自
由
の
条
件
』
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
自
由
論
に
お
い
て
は
、
全
体
の
繁
栄
と
い

う
帰
結
主
義
的
正
当
化
は
「
選
択
の
自
由
が
万
人
に
広
く
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
活
発
な
多
元
社
会
が
実
現
し
た
場
合
に
も
た
ら
さ

れ
る
意
図
せ
ざ
る
副
産
物
（
荏
）」
と
し
て
の
正
当
化
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
法
と
立
法
と
自
由
』『
致
命
的
な
思
い
上
が

り
（Fatal C

（
餌
）

onceit

）』
に
お
い
て
は
、
自
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
全
体
と
し
て
の
繁
栄
と
い
う
帰
結
に
正
当
化
の
論
拠
を
よ
り
強
く
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
（
叡
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
ハ
イ
エ
ク
が
晩
年
に
な
る
に
従
っ
て
自
由
主
義
社
会
の
将
来
に
対
し
て
悲
観
の
度
合
い
を
強

（ 39 ）
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め
て
い
っ
た
こ
と
（
営
）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

…
『
自
由
の
条
件
』
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
は
、
一
方
に
お
い
て
人
間
の
自
然
感
情
と
自
由
主
義
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
鋭
く
意

識
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
、
長
き
に
わ
た
る
自
生
的
な
社
会
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
人
間
の
自
然
感
情

を
う
ま
く
抑
制
し
、
自
由
主
義
社
会
に
適
合
的
な
人
間
類
型
へ
と
人
々
を
順
応
さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
発
揮
す
る
伝
統
や
慣
習
と

い
っ
た
文
化
的
規
範
に
多
大
な
信
頼
も
寄
せ
て
も
い
た
（
嬰
）。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
降
の
ハ
イ
エ
ク
の
人
間
観
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
楽
観
を
覆
す
よ
う
な
、
さ
ら
な
る
懐
疑
の
深
ま
り
が

加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
…
は
…
既
知
の
身
近
な
親
し
い
者
に
対
す
る
温
か
い
慈
愛
心
の
発
露
を
抑
制
す
る
こ

と
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
見
知
ら
ぬ
他
者
に
対
す
る
敵
愾
心
の
本
能
的
な
爆
発
を
も
抑
制
し
、
ウ
チ
と
ソ
ト
と
を
問
わ
ず
誰
に

対
し
て
も
一
律
に
冷
静
で
公
平
な
態
度
で
接
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
…
市
場
経
済
に
対
す
る
人
間
の
自
然
感
情
か
ら
く
る
反
発

は
、
市
場
競
争
の
冷
淡
な
偶
然
性
あ
る
い
は
浮
動
性
に
耐
え
き
れ
な
い
人
間
の
柔
弱
さ
に
由
来
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
類
史
上

長
き
に
わ
た
っ
た
部
族
的
な
生
活
の
中
で
深
く
根
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
〝
部
族
社
会
の
情
緒
〞
に
こ
そ
由
来
す
る
極
め
て
深
刻

な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
生
的
な
社
会
過
程
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
文
化
的
規
範
の
発
揮
す
る
本
能
抑
制
機
能
に
よ
っ
て
も
な

だ
め
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
…
（
影
）

こ
の
よ
う
な
部
族
社
会
の
情
緒
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
、
む
し
ろ
煽
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
状
況
は
、
ひ
と
び
と
は
隷
従
へ
の
道
へ
と
誘
い

込
ま
れ
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
押
し
付
け
ら
れ
る
危
険
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
、
ハ
イ
エ
ク
に
強
く
迫
る

（ 40 ）
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も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
生
か
死
か
」
と
い
う
究
極
の
帰
結
主
義
的
主
張
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
山
中
の
結
論
で

あ
る
（
映
）。

（
６
）
ハ
イ
エ
ク
は
揺
れ
て
い
る
か
？

ハ
イ
エ
ク
の
思
想
の
源
流
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
言
い
当
て
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
転
換
点
が
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
に
あ
る
こ
と
は

多
く
の
者
が
同
意
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
曳
）。
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
こ
で
ミ
ー
ゼ
ス
派
（
栄
）に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
は
理
論
的
な
計
算
可
能
性

で
は
な
く
実
際
上
の
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
の
知
識
論
の
基
礎
と
な
り
、
知
識
発
見
の
手
続
き
と
し
て

の
競
争
論
を
伴
い
、
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
経
済
学
史
と
し
て
は
均
衡
分
析
か
ら
プ
ロ
セ
ス
分
析
へ
の

ハ
イ
エ
ク
の
転
換
と
し
て
語
ら
れ
、
思
想
史
全
体
で
い
え
ば
（
一
九
二
〇
年
代
に
既
に
形
を
な
し
て
い
た
感
覚
秩
序
に
関
す
る
研
究
や
、
同

時
期
の
法
学
、
政
治
学
に
お
け
る
学
位
論
文
（
永
）を
除
け
ば
）
社
会
哲
学
全
体
へ
の
展
開
の
始
ま
り
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
た
だ
、

そ
れ
自
体
論
点
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
的
系
譜
に
鑑
み
れ
ば
、
個
人
的
自
由
を
基
礎
と
す
る
自
由
市
場
と
そ
う

で
な
い
全
体
主
義
的
統
制
と
の
間
に
存
在
す
る
前
者
の
後
者
に
対
す
る
優
位
を
解
き
明
か
す
ハ
イ
エ
ク
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
出
発
点

か
ら
一
貫
し
て
帰
結
主
義
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。

一
九
四
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
で
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
閉
じ
た
社
会
と
開
か
れ
た
社
会
と
で
、
ひ
と
び
と
の

本
性
が
異
な
る
こ
と
に
途
中
で
気
付
い
た
か
、
少
な
く
と
も
途
中
か
ら
鮮
明
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク

は
一
九
四
〇
年
代
ま
で
は
、
自
由
市
場
を
破
壊
さ
せ
る
全
体
主
義
（
社
会
主
義
や
ナ
チ
ズ
ム
）
の
問
題
性
を
暴
き
出
す
こ
と
に
専
心
し
て

き
た
。
一
九
六
〇
年
の
『
自
由
の
条
件
』
は
、
自
由
市
場
を
基
礎
付
け
る
個
人
的
自
由
の
本
質
と
そ
れ
を
自
生
的
秩
序
に
結
び
つ
け
る
一
連

の
条
件
、
す
な
わ
ち
ル
ー
ル
の
問
題
へ
と
射
程
を
拡
大
し
た
。
そ
こ
ま
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
の
人
間
の
本
性
は
開
か
れ
た
社
会
の
サ
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イ
ド
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ば
ら
ば
ら
な
目
標
を
持
ち
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
人
間
像
は
前
提
に
し
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
ハ
イ
エ
ク
は
閉
じ
た
社
会
の
考
察
を
始
め
た
。
そ
こ
で
は
、
ひ
と
び
と
に
利
他
主
義
的
な
、
全
体
の

目
標
へ
従
属
し
よ
う
と
い
う
情
緒
が
根
深
く
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
山
中
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
）。

一
九
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
流
の
合
理
主
義
を
全
体
主
義
の
背
景
に
見
た
（
泳
）ハ
イ
エ
ク
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
全
体
主
義
の

背
景
に
部
族
社
会
の
情
緒
を
見
た
。
つ
ま
り
、
閉
じ
た
社
会
の
本
性
が
開
か
れ
た
社
会
に
侵
食
し
、
開
か
れ
た
社
会
を
浸
食
し
つ
つ
あ
る
危

険
を
鮮
明
に
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
こ
の
よ
う
な
認
識
を
さ
せ
た
背
景
事
情
と
し
て
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
説

明
と
し
て
は
、
感
覚
秩
序
論
以
降
展
開
さ
れ
て
き
た
認
知
に
か
か
わ
る
一
連
の
議
論
の
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
で
き
る
だ
ろ
う
（
洩
）。
ハ
イ
エ

ク
は
こ
の
段
階
で
、
開
か
れ
た
社
会
、
す
な
わ
ち
自
生
的
秩
序
の
中
で
形
成
さ
れ
る
伝
統
や
慣
習
（
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は
こ
れ
を
マ
ク
ロ
レ

ベ
ル
で
の
ル
ー
ル
と
呼
ぶ
（
瑛
））
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
感
覚
心
理
学
的
な
活
動
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
（
同
様
に
、
認
知
レ
ベ
ル
で
の

ル
ー
ル
と
呼
ぶ
（
盈
））
に
つ
い
て
も
議
論
の
射
程
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
ル
ー
ル
に
考
察
の
対
象
が
限
定
さ
れ
な
く

な
っ
た
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
閉
じ
た
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
（
同
様
に
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ル
と
呼
ぶ
（
穎
））
へ
分
析
の
対
象
が
向
か
う

の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
（
頴
）。
そ
こ
で
は
過
去
の
部
族
社
会
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
家
庭
や
職
場
と
い
っ
た
小
集
団
も
意
識
さ
れ
る
よ
う

な
っ
た
。
そ
し
て
閉
じ
た
社
会
に
お
い
て
は
開
か
れ
た
社
会
と
は
異
な
る
本
性
が
ひ
と
び
と
に
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
意
識
を
鮮
明
に
す

る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ハ
イ
エ
ク
は
、
最
終
的
に
は
（
ど
の
段
階
か
ら
か
は
断
定
で
き
な
い
が
）
ひ
と
び
と
に
は
二
つ
の
本
性
が
あ
る
こ
と
に

気
付
く
に
至
っ
た
。
ひ
と
つ
が
利
他
的
に
行
動
し
、
全
体
の
目
的
に
従
属
し
よ
う
と
い
う
閉
じ
た
社
会
に
お
け
る
本
性
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
が
自
己
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
る
開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
本
性
で
あ
る
。
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ひ
と
び
と
の
本
性
に
従
う
こ
と
の
正
当
化
が
義
務
論
か
帰
結
主
義
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
体
系
の
中
で
そ
れ
ほ

ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
自
己
実
現
と
い
う
ひ
と
び
と
の
本
性
に
整

合
的
な
個
人
的
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
的
要
素
に
か
か
わ
る
点
を
強
調
す
れ
ば
義
務
論
的
な
色
彩
を
帯
び
る
し
、
そ
れ
自

体
満
足
の
対
象
に
な
る
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
れ
ば
帰
結
主
義
的
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
部
族
社
会
に
お
い
て
は
自
己
実
現
は
本
性

に
沿
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
個
人
的
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
は
、
義
務
論
的
に
も
、
帰
結
主
義
的
に
も

正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
開
か
れ
た
社
会
と
閉
じ
た
社
会
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
意
識
す
る
ま
で
、
人
間
の
本
性
が
自
己
実
現
に
あ
る
こ
と
を
半
ば
仮
定

し
て
い
た
。
故
に
、
反
論
を
許
さ
な
い
義
務
論
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
躊
躇
が
な
か
っ
た
。「
帰
結
主
義
的
な
義
務
論
」「
義
務
論
的
な
帰

結
主
義
」
と
い
う
あ
る
種
の
形
容
矛
盾
は
、
社
会
が
開
か
れ
て
い
る
か
そ
う
で
な
い
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
ひ
と
つ
の
説
明
が

可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
エ
ク
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
一
貫
し
て
、
自
己
実
現
を
目
指
す
人
間
の
本
性
が
い
か
に
し
て
一

連
の
ル
ー
ル
の
下
で
開
か
れ
た
社
会
の
成
果
を
実
ら
せ
て
い
く
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

開
か
れ
た
社
会
と
閉
じ
た
社
会
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
意
識
し
た
後
の
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
性
を
自
己
実
現
で
あ
る
と
無

条
件
に
仮
定
で
き
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
、
と
い
う
条
件
付
き
で
仮
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
社

会
に
お
い
て
も
部
族
社
会
の
情
緒
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
自
己
実
現
を
人
間
の
本
性
と
し
て
仮
定
す
る
こ
と
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
晩

年
の
ハ
イ
エ
ク
は
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
全
体
主
義
の
脅
威
を
は
ね
の
け
る
た
め
に
は
、
開
か
れ
た
社
会
に
閉
じ
た
社
会
の

本
性
を
持
ち
込
め
ば
開
か
れ
た
社
会
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
閉
じ
た
社
会
の
本
性
で
は
開
か
れ
た
社
会
の
扱
っ
て
き
た
経
済

問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
閉
じ
た
社
会
の
本
性
を
背
景
と
す
る
全
体
主
義
的
主
張
が
い
か
に
無
謀
な
計
画
で
あ
る
か
を

強
調
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
結
局
、
ハ
イ
エ
ク
の
長
期
に
わ
た
る
思
想
の
終
着
点
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
大
い
に
論
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じ
た
争
点
、
す
な
わ
ち
設
計
主
義
的
合
理
主
義
へ
の
懐
疑
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。『
法
と
立
法
と
自
由
』
第
三
巻
（
英
）

の
最
終
章
「
人
間
的
価
値
の
三
つ
の
源
泉
」、
そ
し
て
『
致
命
的
な
思
い
上
が
り
（
衛
）』
に
お
け
る
問
題
の
描
写
は
こ
の
ハ
イ
エ
ク
社
会
哲
学
の

彼
な
り
の
ゴ
ー
ル
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
よ
う
。
ハ
イ
エ
ク
は
当
初
、
設
計
主
義
的
合
理
主
義
と
い
う
自
由
市
場
の
外
敵
と
の
戦
い
に
没
頭
し
て
い
た
。
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ

て
の
関
心
事
は
、
自
由
市
場
の
そ
う
で
な
い
経
済
体
制
に
対
す
る
優
位
を
説
く
こ
と
に
あ
り
、
ハ
イ
エ
ク
は
や
が
て
自
由
市
場
の
経
済
面
に

お
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
の
利
点
を
説
こ
う
と
し
た
。『
隷
従
へ
の
道
（
詠
）』
の
こ
ろ
か
ら
自
由
放
任
主
義
を
批
判
し
て

い
た
ハ
イ
エ
ク
は
、
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
の
優
位
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
べ
く
、
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
が
機
能
す
る
条
件
面
の
摸
索
に
着
手
し
た
。

そ
れ
が
自
由
論
と
ル
ー
ル
論
で
あ
る
。
こ
の
段
階
ま
で
は
ハ
イ
エ
ク
は
ひ
と
び
と
の
本
性
を
自
己
実
現
に
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
感
覚

心
理
学
の
知
見
か
ら
暗
黙
知
と
し
て
の
ル
ー
ル
の
性
格
を
論
じ
よ
う
と
し
た
ハ
イ
エ
ク
は
、
開
か
れ
た
社
会
の
み
な
ら
ず
閉
じ
た
社
会
に
も

関
心
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
閉
じ
た
社
会
の
正
義
感
覚
、
す
な
わ
ち
利
他
主
義
を
議
論
の
射
程
へ
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
代

社
会
に
お
い
て
も
根
強
く
生
き
残
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
ハ
イ
エ
ク
は
、
自
由
市
場
の
敵
が
外
部
の
み
な
ら
ず
開

か
れ
た
社
会
を
支
え
る
ひ
と
び
と
、
す
な
わ
ち
内
部
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
根
深
い
部
族
社
会
の
情
緒
は

外
の
敵
す
な
わ
ち
設
計
主
義
的
合
理
主
義
と
共
鳴
し
、
民
主
主
義
の
過
程
を
通
じ
て
、
開
か
れ
た
社
会
を
崩
壊
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と

い
う
危
機
意
識
を
ハ
イ
エ
ク
は
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
政
治
思
想
も
含
め
た
ハ
イ
エ
ク
社
会
哲
学
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『
法
と
立
法
と
自

由
（
鋭
）』
は
、
表
現
は
ず
い
ぶ
ん
と
控
え
め
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
自
由
市
場
の
敵
に
対
す
る
徹
底
的
な
攻
撃
と
い
う
意
味
で
は
『
隷
従
へ
の

道
』
と
本
質
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

確
か
に
ハ
イ
エ
ク
自
由
論
に
は
義
務
論
的
色
彩
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
心
事
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
方
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
の
本
性
が
異
な
れ
ば
、
義
務
論
的
正
当
化
が
で
き
な
く
な
る
自
由
論
と
い
う
の

（ 44 ）
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は
、
そ
れ
が
義
務
論
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
自
由
の
価
値
を
論
じ
る
際
に
枕
詞
の
よ
う
に
義
務
論
的
な
表
現

を
用
い
る
の
は
、
そ
こ
に
義
務
論
と
し
て
の
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、「
人
間
の
本
性
に
合
致
し
て
お
り
、
そ
れ
は

経
験
的
に
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
反
論
を
顧
み
な
い
程
度
に
確
固
た
る
認
識
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
85
）
小
泉
信
三
の
社
会
主
義
、
共
産
主
義
批
判
に
か
か
わ
る
文
献
は
、
同
『
共
産
主
義
批
判
の
常
識
』（
一
九
四
九
）
を
は
じ
め
と
し
て
文
藝
春
秋
社

刊
の
『
小
泉
信
三
全
集
第
９
巻
』（
一
九
六
七
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
86
）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
編
、
向
坂
逸
郎
訳
）『
資
本
論
（
岩
波
文
庫
版
全
９
巻
）』（
一
九
六
九
〜
一
九
七
〇
）。

（
87
）
小
泉
が
『
共
産
主
義
批
判
の
常
識
』
を
刊
行
し
た
頃
、
小
泉
は
む
し
ろ
少
数
派
で
あ
り
、「
こ
の
批
判
こ
そ
が
非
常
識
だ
」
と
糾
弾
さ
れ
も
し
た

（
文
献
は
省
略
）。

（
88
）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
大
内
兵
衛
他
訳
）『
共
産
党
宣
言
』（
一
九
五
一
）。

（
89
）
同
前
六
九
頁
。

（
90
）
同
前
六
六
頁
。

（
91
）

D
O

U
G

L
A

SS C
. N

O
R

T
H, IN

ST
IT

U
T

IO
N

S, IN
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
C

H
A

N
G

E
A

N
D

E
C

O
N

O
M

IC
P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

PP
 132

（1990

）（
邦
訳
：
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｃ
・
ノ
ー
ス

（
竹
下
公
視
訳
）『
制
度
・
制
度
変
化
・
経
済
成
果
』（
一
九
九
四
）
一
七
六
頁
）。
引
用
は
邦
訳
に
拠
っ
た
。

（
92
）
以
下
の
記
述
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
83
）（「（
２
）」）
二
２
（3）
Ｃ
．
と
多
く
の
部
分
で
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
注
記
し
て
お
く
。

（
93
）

L
L

L

（3

）
二
三
二
頁
。

（
94
）
集
団
の
維
持
と
繁
栄
の
た
め
に
個
が
犠
牲
に
な
る
（
究
極
的
に
は
自
殺
行
為
）
と
い
う
行
動
原
理
を
、
集
団
に
対
す
る
自
然
淘
汰
が
働
い
て
い

る
こ
と
の
証
拠
に
し
よ
う
と
い
う
群
淘
汰
の
考
え
方
は
生
物
進
化
論
の
分
野
で
は
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ｗ
・
Ｄ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
（W

illiam
 

D
onald H

am
ilton

）
以
降
の
血
縁
淘
汰
（kin selection

）
の
考
え
が
圧
倒
的
主
流
で
あ
る
。
一
見
利
他
的
行
動
に
見
え
る
昆
虫
や
哺
乳
類
の
自
己

犠
牲
的
活
動
も
そ
も
そ
の
そ
の
よ
う
な
事
実
認
識
に
誤
り
が
あ
る
か
、
互
恵
的
な
関
係
に
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
血
縁
淘
汰
の
考
え
方
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
長
谷
川
眞
理
子
・
長
谷
川
寿
一
『
進
化
と
人
間
行
動
』（
二
〇
〇
七
）
参
照
）。
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た
だ
、
社
会
規
範
の
影
響
を
受
け
る
ひ
と
び
と
（
の
行
動
）
に
つ
い
て
は
、
群
淘
汰
の
考
え
が
よ
り
適
合
的
と
考
え
る
立
場
も
根
強
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
の
言
及
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
95
）

L
L

L

（3

）
二
三
二
頁
。

（
96
）

L
L

L

（2

）
二
〇
一
頁
。

（
97
）
同
前
二
〇
一
〜
二
〇
二
頁
。

（
98
）
集
団
が
少
数
の
構
成
員
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
な
小
さ
な
単
位
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
個
人
の
目
標
追
求
よ
り
も
全

体
の
そ
れ
が
優
先
さ
れ
、
分
配
的
正
義
、
利
他
主
義
的
正
義
が
強
調
さ
れ
や
す
い
。
こ
の
現
象
は
、
会
社
組
織
だ
け
で
な
く
、
家
族
的
単
位
や
閉
じ

た
地
域
社
会
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
99
）

L
L

L

（2

）
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
。

（
100
）

L
L

L

（3

）
二
二
九
頁
。

（
101
）
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
社
会
正
義
批
判
、
設
計
主
義
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
23
）（「（
一
）」）
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
102
）

L
L

L

（3

）
二
三
〇
頁
。

（
103
）
橋
本
努
『
自
由
の
論
法
：
ポ
パ
ー
・
ミ
ー
ゼ
ス
・
ハ
イ
エ
ク
』（
一
九
九
四
）
一
八
四
〜
一
八
五
頁
参
照
。

（
104
）
「
傾
向
性
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
83
）（「（
１
）」）
二
２
（2）
参
照
。

（
105
）

IE
O

第
１
章
。

（
106
）
新
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
方
法
論
的
個
人
主
義
の
特
徴
（See K

enneth J. A
rrow

, M
ethodological Individualism

 and
Social K

now
ledge, 

84-2 A
E

R
 1

（1994

））
は
ハ
イ
エ
ク
の
そ
れ
と
一
部
重
な
り
合
う
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
方
法
論
を
言
い
尽
く
せ
な
い
部
分
も
多
々
あ
ろ
う
。
な
お
、

狭
く
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
方
法
論
的
個
人
主
義
を
原
子
論
（atom

ism

）
的
と
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
方
法
論
は
そ
の
よ
う
な
単
純
化
さ
れ
た
方
法
論
的

個
人
主
義
で
は
な
い
、
と
説
く
最
近
の
文
献
が
あ
る
。See

G
regor Zw

irn, M
ethodological Individualism

 or M
ethodological A

tom
ism

: T
he 

C
ase of Friedrich A

u gust von H
ayek, 39-1 H

O
P

E
 47 （1997

）.

（
107
）
本
稿
「（
一
）」
二
九
五
頁
（
表
現
は
部
分
的
に
修
正
し
た
）

（
108
）

L
L

L

（2

）
一
五
一
頁
。

（
109
）
山
中
優
『
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
：
市
場
秩
序
に
ひ
そ
む
人
間
の
苦
境
』（
二
〇
〇
七
）
第
２
章
。
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（
110
）
同
前
五
八
頁
（quoting F

R
IE

D
R

IC
H

FF
 A

U
G

U
ST

AA
 von H

A
Y

E
K, C

O
N

ST
IT

U
T

IO
N

O
F

L
IB

E
R

T
Y
21

（1960

））。C
L

（1

）
三
五
頁
の
邦
訳
で
はvaluing

を

「
評
価
す
る
」
と
し
、person

を
「
人
」
と
し
て
い
る
が
、
山
中
訳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
価
値
判
断
を
下
す
」「
人
格
」
と
し
て
い
る
。
山
中
訳
は
よ

り
義
務
論
（
後
に
続
く
「
他
者
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
し
て
し
ま
う
」
こ
と
の
否
定
）
の
色
彩
を
強
調
す
る
た
め
に
そ
う
さ
れ

て
い
る
。

（
111
）

C
L

（1
）
一
四
頁
（
こ
こ
は
新
版
の
訳
に
拠
っ
た
）。

（
112
）
同
前
（
訳
出
も
同
様
）。

（
113
）

C
L

。

（
114
）
山
中
・
前
掲
注
（
109
）
七
二
頁
（citing R

. K
L

E
Y, H

A
Y

E
K ’S S

O
C

IA
L

A
N

D
P

O
L

IT
IC

A
L

T
H

O
U

G
H

T1-8

（1994

））。

（
115
）
同
前
五
九
頁
。

（
116
）

See
K

otaro Suzum
ura, C

onsequences, opportunities,  and
procedures, 16-1 S

O
C

IA
L

C
H

O
IC

E
A

N
D W

E
L

FA
R

E
WW

17-40 （1999

）.

（
117
）
山
中
・
前
掲
注
（
109
）
六
八
頁
（citing C

H
A

N
D

R
A

N K
U

K
A

T
H

A
S

KK
, H

A
Y

E
K

A
N

D M
O

D
E

R
N L

IB
E

R
A

L
ISM

 131-142

（1989

））。

（
118
）
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
を
義
務
論
的
主
張
と
し
て
解
釈
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
・
ク
カ
サ
ス
（C

handran K
ukathas

）
は
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス

は
、
ハ
イ
エ
ク
が
採
用
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
経
験
論
と
抵
触
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
山
中
は
ク
カ
サ
ス
の
主
張
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
の

で
、
以
下
、
引
用
す
る
。「
ク
カ
サ
ス
が
…
ハ
イ
エ
ク
に
対
し
て
下
し
て
い
る
評
価
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
自
由
論
と
カ
ン
ト
的
な
そ
れ
と
は
所

詮
、
統
合
を
許
さ
な
い
互
い
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
エ
ク
の
試
み
は
失
敗
を
余
議
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
経
験
論
に
則
っ
た
ハ
イ
エ
ク
の
理
性
概
念
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
理
性
の
有
す
る
価
値
判
断
能
力
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
偶

然
的
な
諸
環
境
…
の
制
約
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
過
程
の
外
…
に
立
脚
点
を
置
い
て
価
値
判
断
を
行
う
能
力
を
理
性
は
持
ち

得
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
一
見
す
る
と
経
験
論
的
な
論
理
構
成
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
こ

の
よ
う
な
経
験
的
な
社
会
過
程
の
中
か
ら
個
人
の
自
律
と
い
う
価
値
が
出
現
し
て
く
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
非
経
験
論
的
・
先
験
的
な
価
値
判
断

を
、
実
は
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
エ
ク
の
採
用
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
理
性
概
念
を
あ
く
ま
で
も
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

経
験
的
に
認
め
ら
れ
る
蓋
然
的
な
一
般
性
を
超
え
た
永
続
的
な
価
値
を
先
験
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
道
徳
価
値
に
つ
い
て
も
不
可
能
な

は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
ハ
イ
エ
ク
は
先
験
的
な
価
値
基
準
へ
の
カ
ン
ト
的
な
希
求
を
払
拭
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
経
験
論
に
の
み
立
脚
し
た
よ
り
控

え
目
な
価
値
評
価
、
す
な
わ
ち
現
存
す
る
社
会
の
存
続
・
繁
栄
と
い
っ
た
経
験
的
な
価
値
評
価
を
下
す
に
と
ど
ま
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
。
…
」
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48

（
山
中
・
前
掲
注
（
109
）
六
九
頁
（citing K

U
K

A
T

H
A

S
KK

, supra note 117, at 201-215

）。

（
119
）
山
中
・
前
掲
注
（
109
）
五
八
頁
。

（
120
）

C
L

（1

）
一
四
頁
（
こ
こ
は
新
版
の
訳
に
拠
っ
た
）。

（
121
）
「
自
由
が
そ
れ
自
体
価
値
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
価
値
は
他
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
の
か
…
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
れ
ら
両
方
の
見
解
を

と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
自
由
は
そ
の
結
果
に
関
係
な
く
重
要
な
道
徳
価
値
で
あ
る
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
が
主
に
力
点
を
置
い
た
の

は
、
自
由
が
彼
の
進
歩
の
理
論
や
知
識
習
得
理
論
に
よ
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
、
自
由
そ
れ
自
体
の
価
値
を

宣
言
す
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
は
っ
き
り
と
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
批
判
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
他
に
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
が
こ
の
問
題
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
え
た
か
を
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。」（
ノ
ー
マ
ン
・
Ｐ
・
バ
リ
ー
（
矢
島
鈞
次
訳
）『
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
・
経
済
哲
学
』（
一
九
八

四
）
八
九
〜
九
〇
頁
（
原
著
：N

O
R

M
A

N
P. B

A
R

R
Y, H

A
Y

E
K ’S S

O
C

IA
L

A
N

D E
C

O
N

O
M

IC
P

H
IL

O
SO

P
H

Y

（1979

）））。

（
122
）

C
L

（1

）
二
〇
頁
（
引
用
文
献
省
略
）。

（
123
）
バ
リ
ー
・
前
掲
注
（
121
）
九
〇
頁
。

（
124
）

R
S

（
邦
訳
：
Ｆ
・
Ａ
・
ハ
イ
エ
ク
（
西
山
千
明
訳
）『
隷
属
へ
の
道
﹇
新
装
版
﹈』（
二
〇
〇
八
））。
な
お
、「
隷
従
へ
の
道
」
と
い
う
題
名
は
、

一
谷
藤
一
郎
と
一
谷
映
理
子
に
よ
る
邦
訳
（『
隷
従
へ
の
道
：
全
体
主
義
と
自
由
』（
一
九
五
四
））
の
も
の
で
あ
る
。
西
山
訳
よ
り
も
早
く
出
版
さ

れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
ち
ら
の
言
い
方
が
一
般
的
と
な
っ
た
。

（
125
）

R
S, at 17

（
邦
訳
一
〇
頁
）。
訳
は
西
山
訳
に
拠
っ
た
が
、
訳
中
の
英
語
表
記
は
筆
者
挿
入
。

（
126
）

L
L

L

（3

）
二
二
一
〜
二
二
二
頁
。

（
127
）

L
L

L

（2

）
一
九
七
頁
（
訳
は
筆
者
に
よ
る
。H

ayek, supra note 1

（L
A

W
, L

E
G

ISL
A

T
IO

N
A

N
D L

IB
E

R
T

Y, V
O

L
VV

. 2

）, at144

）。

（
128
）
同
前
二
〇
六
頁
。

（
129
）
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
論
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
を
義
務
論
者
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
が
ハ
イ
エ
ク
の
採
用
す
る
ヒ
ュ
ー
ム

的
な
経
験
論
と
抵
触
す
る
と
す
る
ク
カ
サ
ス
の
主
張
は
、
そ
の
前
提
に
ズ
レ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
130
）
山
中
・
前
掲
注
（
109
）。

（
131
）
同
前
八
二
頁
。

（
132
）
同
前
八
六
頁
（
傍
点
省
略
）。
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（
133
）
同
前
八
七
頁
。

（
134
）
同
前
。

（
135
）
同
前
。

（
136
）
同
前
八
八
頁
。

（
137
）

W
. W

. B
A

R
T

L
E

Y, III

（E
D.

）, T
H

E
F

A
T

A
L

FF
C

O
N

C
E

IT: T
H

E
E

R
R

O
R

S
O

F S
O

C
IA

L
ISM

（T
H

E
C

O
L

L
E

C
T

E
D

W
O

R
K

S
WW

O
F

F
R

IE
D

R
IC

H
FF

A
U

G
U

ST
AA

H
A

Y
E

K; V
O

L
VV

. 1

）

（1988

）.
同
著
の
邦
訳
は
二
〇
〇
九
年
に
春
秋
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
（
渡
辺
幹
雄
訳
『
致
命
的
な
思
い
上
が
り
』（
二
〇
〇
九
））。

（
138
）
山
中
前
掲
注
（
109
）
八
八
頁
以
下
。

（
139
）
同
前
九
一
頁
。

（
140
）
同
前
。

（
141
）
同
前
九
三
〜
九
四
頁
。

（
142
）
同
前
九
六
頁
。

（
143
）
本
稿
の
冒
頭
（「
は
じ
め
に
」）
の
記
述
参
照
。

（
144
）
ミ
ー
ゼ
ス
の
論
拠
に
つ
き
、
尾
近
裕
幸
・
橋
本
努
編
著
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
経
済
学
』（
二
〇
〇
三
）
一
〇
九
頁
以
下
（
尾
近
・
橋
本
執

筆
）
参
照
。

（
145
）
ハ
イ
エ
ク
の
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
研
究
の
軌
跡
は
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
邦
語
文
献
で
参
照
で
き
る
も
の
と

し
て
、
江
頭
進
、
中
山
智
香
子
両
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
学
史
学
会
発
行
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
断
片
的
で
あ
る
が
参
照
す
る

こ
と
が
で
き
る
（http://society.cpm

.ehim
e-u.ac.jp/shet/new

sletter/new
sletter20.pdf

）。

f

（
146
）

IE
O

参
照
。

（
147
）

SO

の
他
、
関
連
文
献
と
し
て
以
下
を
参
照
。F. A

. H
ayek, T

he P
rim

acy of the A
bstract, in N

S; F. A
. H

ayek, T
he

T
heory of C

om
plex 

P
henom

ena, in SP
P

E

（
邦
訳
：
杉
田
秀
一
訳
「
複
雑
現
象
の
理
論
」
現
代
思
想
一
九
巻
一
二
号
一
二
二
頁
以
下
（
一
九
九
一
））.

（
148
）
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
・
前
掲
注
（
２
）
二
〇
五
頁
以
下
。

（
149
）
同
前
。

（
150
）
同
前
。

（ 49 ）
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（
151
）
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
を
「
暗
黙
知
（tacit know

ledge

）」
と
い
う
観
点
か
ら
体
系
的
な
説
明
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
83
）
の
該
当
箇
所
参
照
。

（
152
）

L
L

L

（3

）。

（
153
）

B
artley, III, supra

note 137.

（
154
）

R
S.

（
155
）

L
L

L
（1
）-（3

）。

（ 50 ）


